
目
を
大
事
に
し
て
読
書
を
し
よ
う 

先
日
、
「
視
力
一
・
〇
以
下
、
小
学
生
三
十
七
％
、
中
学
生
六
十
一
％
、
高
校
生
七
十
一
％
。
学
校

で
は
二
十
分
に
一
回
六
ｍ
先
を
二
十
秒
間
見
ま
し
ょ
う
」
の
毎
日
新
聞
記
事
を
読
ん
だ
。
そ
ん
な
に
多

い
の
か
と
、
私
は
び
っ
く
り
し
た
。
私
が
高
瀬
高
校
三
年
の
時
は
、
ク
ラ
ス
五
十
六
人
中
、
眼
鏡
使
用

者
は
男
子
の
み
五
人
だ
っ
た
。
そ
の
級
友
五
人
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
ら
、
毎
日
新
聞
の
仲
畑
流

川
柳
秀
逸
に
あ
っ
た
「
人
生
の
半
分
ス
マ
ホ
見
て
終
る
」
が
脳
裏
に
浮
か
ん
で
き
た
。
生
活
が
便
利
に

な
っ
た
分
、
目
を
酷
使
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。 

私
は
今
八
十
五
歳
、
耳
は
と
て
も
遠
く
な
り
不
自
由
し
て
い
る
が
、
有
難
い
こ
と
に
目
は
良
く
見
え

る
。
老
眼
鏡
を
使
わ
ず
に
、
新
聞
や
文
庫
本
を
読
め
る
。
そ
ん
な
私
に
も
苦
い
貴
重
な
経
験
が
あ
る
。

視
力
が
急
に
落
ち
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
全
く
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
大
学
受
験
願
書
提

出
の
た
め
、
現
三
豊
市
高
瀬
中
央
保
育
所
の
場
所
に
あ
っ
た
通
称
赤
瓦
と
呼
ば
れ
て
い
た
公
立
病
院
へ

友
達
数
人
一
緒
に
健
康
診
断
に
行
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
学
校
で
の
視
力
検
査
で
は
、
一
番
下
の
二
・
〇

の
小
さ
い
字
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
た
の
に
、
そ
れ
が
見
え
な
い
の
だ
。
判
定
は
一
・
〇
だ
っ
た
。 

三
月
三
日
、
四
日
の
受
験
ま
で
は
仕
方
が
な
い
。
終
わ
れ
ば
文
字
を
見
る
の
は
一
切
止
め
よ
う
。
一

大
決
心
を
し
て
実
行
し
た
。
東
京
教
育
大
学
（
現
筑
波
大
学
）
へ
運
良
く
合
格
、
入
学
し
て
身
体
検
査

が
あ
っ
た
。
視
力
は
二
・
〇
に
回
復
し
て
い
た
。
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
本
当
だ
っ
た
。「
や
っ
た
あ
！
」



と
叫
び
た
い
ほ
ど
に
嬉
し
か
っ
た
。 

三
ヶ
村
組
合
立
東
中
学
校
（
現
高
瀬
中
学
校
）
一
年
の
二
学
期
の
初
め
だ
っ
た
。
刎
頸

ふ
ん
け
い

の
友
・
大
井

英
臣
君
が
、
「
眼
鏡
を
掛
け
る
こ
と
に
し
た
よ
」
と
私
に
告
げ
た
。
そ
の
時
の
無
念
そ
う
な
顔
は
忘
れ

ら
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
は
、
野
球
部
の
練
習
や
試
合
で
も
、
彼
は
眼
鏡
を
掛
け
て
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
を
し

て
い
た
。
後
年
、
野
村
克
也
監
督
時
代
の
ヤ
ク
ル
ト
の
眼
鏡
を
掛
け
た
名
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
古
田
敦
也
を

テ
レ
ビ
で
見
る
た
び
に
、
彼
が
大
井
君
に
重
な
っ
て
見
え
た
も
の
だ
。 

勤
め
に
行
か
な
く
な
っ
て
丁
度
二
十
年
に
な
る
。
朝
ご
飯
の
後
は
大
体
一
時
間
余
り
、
毎
日
新
聞
を

赤
線
を
入
れ
な
が
ら
念
入
り
に
読
む
の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。
夜
は
赤
線
の
部
分
を
も
う
一
度
読
み

返
し
、
そ
の
後
四
国
新
聞
を
三
十
分
か
ら
一
時
間
近
く
読
ん
で
い
る
。
耳
が
遠
く
な
っ
て
か
ら
テ
レ
ビ

を
余
り
見
な
く
な
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
や
囲
碁
は
、
声
が
聞
こ
え
な
く
て
も
楽
し
め
る
か

ら
テ
レ
ビ
で
見
る
。
囲
碁
は
テ
レ
ビ
で
見
て
も
、
頭
の
体
操
に
と
て
も
良
い
よ
う
に
思
う
。 

四
月
に
入
っ
て
か
ら
、「
空
海
と
密
教
、
解
剖
図
鑑
」
を
読
ん
だ
。
続
い
て
文
庫
本
を
五
冊
読
ん
だ
。

そ
の
六
冊
に
つ
い
て
簡
単
に
記
そ
う
。 

「
空
海
と
密
教
、
解
剖
図
鑑
、
著
／
武
藤
郁
子
、
監
修
／
宮
坂
宥
洪
、
株
式
会
社
エ
ク
ス
ナ
レ
ッ
ジ

二
一
五
頁
」 

「
密
教
と
は
」
を
学
び
た
い
思
い
で
読
み
始
め
た
の
だ
が
、
仏
教
の
専
門
用
語
が
多
く
て
繰
り
返
し



て
読
ま
ね
ば
な
ら
ず
苦
労
し
た
。
密
教
と
は
「
自
分
の
心
の
中
に
仏
の
心
を
見
つ
け
出
す
こ
と
」
で
あ

る
と
、
朧
気

お
ぼ
ろ
げ

な
が
ら
も
少
し
だ
け
分
か
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
。
四
歳
四
ヶ
月

の
時
か
ら
祖
父
・
品
造
の
導
き
で
、
お
大
師
さ
ん
（
空
海
）
を
崇
め
敬
っ
て
来
た
私
は
、
も
っ
と
早
く

読
む
べ
き
で
あ
っ
た
と
後
悔
し
た
の
だ
っ
た
。 

「
稲
森
和
夫
魂
の
言
葉
一
〇
八
、
宝
島
社
、
二
八
二
頁
」（
再
読
） 

一
六
七
頁
に
「
も
と
も
と
徳
と
い
う
の
は
中
国
か
ら
日
本
へ
伝
わ
っ
た
教
え
の
一
つ
で
す
。
古
来
、

中
国
で
は
『
仁
』『
義
』『
礼
』
と
い
う
三
つ
の
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
『
仁
』『
義
』

『
礼
』
の
三
つ
を
備
え
る
こ
と
で
、
初
め
て
そ
の
人
を
『
徳
』
の
あ
る
人
と
呼
ぶ
の
で
す
。
」
一
六
八

頁
に
「
こ
の
徳
は
さ
か
の
ぼ
る
と
、
中
国
の
春
秋
戦
国
時
代
に
行
き
つ
き
ま
す
。
孔
子
を
は
じ
め
と
し

た
い
わ
ゆ
る
諸
子
百
家
と
呼
ば
れ
る
聖
人
賢
人
た
ち
が
、
『
人
間
の
道
を
説
い
た
時
代
・
・
・
』
を
読

む
。」 日

本
の
江
戸
時
代
の
武
士
道
の
「
仁
、
儀
、
礼
、
智
、
忠
、
信
、
孝
、
悌
」
の
う
ち
の
最
初
の
三
つ

が
、
中
国
で
は
紀
元
前
（
日
本
は
縄
文
時
代
）
の
孔
子
（
前
五
五
一
？
誕
生
）
の
時
代
に
人
の
道
と
し

て
説
か
れ
て
い
た
の
か
と
、
中
国
と
日
本
の
歴
史
の
違
い
を
再
認
識
し
た
の
だ
っ
た
。 

 

「
こ
の
国
の
か
た
ち
を
見
つ
め
直
す
、
加
藤
陽
子
、
毎
日
文
庫
、
三
四
五
頁
」
（
再
読
） 

七
七
頁
「
政
治
の
姿
勢
を
歴
史
に
刻
む
た
め
、
『
実
』
よ
り
『
名
』
を
取
る 

説
明
な
し
の
任
命
拒



否
、
そ
の
事
実
と
経
緯
を
後
世
に
残
す
た
め
に
」
こ
の
本
文
の
前
に
編
集
部
注
が
載
っ
て
い
る
。 

編
集
部
注
：
日
本
学
術
会
議
の
会
員
候
補
と
し
て
推
薦
さ
れ
な
が
ら
、
菅
義
偉
首
相
に
よ
っ
て
任
命

さ
れ
な
か
っ
た
六
人
の
研
究
者
の
う
ち
五
人
が
二
〇
二
一
年
四
月
、
学
術
会
議
の
「
連
携
会
員
」
「
特

任
連
携
会
委
員
」
と
し
て
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
後
の
一
人
と
な
っ
た
加
藤
陽
子
氏
に

も
学
術
会
議
執
行
部
が
「
特
任
連
携
会
員
」
へ
の
就
任
の
意
向
の
有
無
を
尋
ね
た
が
、
任
命
拒
否
問
題

が
解
決
し
て
い
な
い
ま
ま
、
特
任
連
携
会
員
に
な
る
つ
も
り
は
な
い
と
返
答
。
「
特
任
連
携
会
員
」
に

な
る
こ
と
を
な
ぜ
希
望
し
な
か
っ
た
の
か
、
毎
日
新
聞
の
取
材
に
対
し
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
た
。 

 

皆
さ
ん
は
、
加
藤
陽
子
氏
が
特
任
連
携
会
員
を
唯
一
人
拒
否
し
た
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
石
川
啄
木
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
、
角
地
幸
男
訳
、
新
潮
文
庫
、
五
一
六
頁
」 

石
川
啄
木
の
名
前
を
知
ら
な
い
人
は
極
め
て
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
も
中
学
の
国
語
の

授
業
で
学
ん
だ
記
憶
は
残
っ
て
い
る
が
、
名
前
を
知
っ
て
い
る
程
度
の
知
識
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
東

京
教
育
大
学
へ
進
学
し
て
東
雲
寮
へ
入
り
、
六
月
か
ら
駒
場
寮
へ
移
っ
た
ら
、
駒
場
寮
に
は
観
音
寺
一

高
出
身
の
田
中
豊
君
が
居
た
。
彼
に
出
会
っ
て
久
し
振
り
に
完
全
な
讃
岐
弁
で
話
が
出
来
た
。
そ
の
時
、

啄
木
の
「
ふ
る
さ
と
の
訛
り
な
つ
か
し
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
そ
を
聴
き
に
ゆ
く
」
が
、
ひ
ょ
い
と

頭
に
浮
か
ん
だ
記
憶
が
今
も
残
っ
て
い
る
。
啄
木
は
満
三
十
六
歳
で
死
ん
だ
。
「
夭
折
の
天
才
」
で
あ

っ
た
。
八
十
五
歳
に
し
て
息
が
詰
ま
り
そ
う
に
な
る
程
に
久
し
振
り
に
読
み
応
え
の
あ
る
重
い
内
容
で



あ
っ
た
。 

「
西
行
花
伝
、
辻
邦
生
著
、
新
潮
文
庫
、
七
七
四
頁
」 

こ
ん
な
分
厚
い
文
庫
本
は
初
め
て
だ
っ
た
。
何
と
な
く
読
み
始
め
た
。
馬
も
蹴
鞠
も
弓
も
、
取
り
分

け
流
鏑
馬

や

ぶ

さ

め

が
超
一
流
の
男
が
、
陸
奥
へ
の
旅
に
出
て
後
、
歌
の
み
に
生
き
る
道
を
選
ん
だ
人
生
を
描
い

て
い
る
。
読
み
始
め
た
ら
止
ま
ら
な
い
。
毎
日
、
一
時
間
余
り
、
何
日
か
か
っ
た
だ
ろ
う
。
最
後
の
七

七
三
頁
に
、 

願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
ん 

そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
頃 

こ
の
歌
に
出
合
っ
た
。
こ
の
歌
、
西
行
作
だ
っ
た
の
か
。
何
故
自
分
が
諳 そ

ら

ん
じ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な

い
。
不
思
議
な
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
。 

「
正
岡
子
規
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
、
角
地
幸
男
訳
、
新
潮
文
庫
、
四
二
〇
頁
」 

子
規
に
関
し
て
は
、
色
々
と
読
ん
だ
記
憶
も
あ
り
、
松
山
の
子
規
記
念
館
へ
は
何
度
も
訪
ね
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
断
片
的
知
識
に
過
ぎ
な
い
。
最
近
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
「
坂
の
上
の
雲
」
を
見
た

ば
か
り
で
あ
る
。
子
規
も
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
改
め
て
敬
服
し
つ
つ
、
嬉
し
く
思
っ
た
箇
所
を
抜
き
書

き
し
た
い
。 

 

四
九
頁
。
「
子
規
は
自
分
が
読
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
長
編
小
説
に
感
動
し
た
が
、
お
そ
ら
く
も
っ
と

も
深
く
感
動
し
た
の
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
のL

es M
isé

rab
les

（
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』）
の



英
訳
だ
っ
た
。
こ
の
作
品
に
唯
一
言
及
し
て
い
る
『
病
床
日
記
』
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
十
一
月

十
六
日
の
項
で
、
英
訳
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
を
読
ん
だ
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
弟
子
の
佐
藤

さ

と

う

紅 こ
う

緑 ろ
く

（
一

八
七
四
―
一
九
四
九
）
は
、
子
規
の
病
床
に
集
ま
る
弟
子
た
ち
と
一
緒
に
子
規
の
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』

の
講
義
を
た
び
た
び
聴
い
た
と
い
う
。」 

 

子
規
も
読
ん
で
感
動
し
た
の
か
と
私
は
嬉
し
く
な
っ
た
。
私
は
、
小
学
校
五
年
の
四
月
に
「
あ
あ
無

情
」
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
学
校
の
図
書
室
で
借
り
て
、
分
厚
い
本
を
生
ま
れ
て
初
め
て
読
ん
で
、
読

書
の
虜

と
り
こ

に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
主
人
公
、
ジ
ャ
ン
バ
ル
・
ジ
ャ
ン
の
名
前
は
頭
に
刻
み
込
ま
れ
て
い

る
。
子
規
と
私
の
大
き
な
違
い
は
、
彼
が
英
訳
本
で
読
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

九
九
頁
。
「
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
小
説
作
品
を
読
む
の
が
大
好
き
だ
っ
た
。
少
年
時
代
は
滝
沢
馬

琴
（
一
七
六
七
―
一
八
四
八
）
の
小
説
、
特
に
長
篇
の
『
八
犬
伝
』（
南
総
里
見

な
ん
そ
う
さ
と
み

八
犬
伝
）
に
夢
中
に
な

っ
た
。」 

 

私
は
七
十
代
後
半
に
な
っ
て
楽
し
み
な
が
ら
二
回
読
ん
だ
の
だ
が
、
そ
れ
は
弟
・
英
明
が
現
代
語
に

直
し
た
文
章
を
推
敲
す
る
た
め
だ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
武
士
道
を
根
底
に
し
た
「
勧
善
懲
悪
」「
因

果
応
報
」
、
こ
れ
ほ
ど
の
痛
快
な
長
篇
小
説
が
江
戸
時
代
に
書
か
れ
て
い
た
と
は
、
驚
き
で
あ
っ
た
。

子
規
は
そ
れ
を
少
年
時
代

．
．
．
．

に
、
原
文
で
読
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
こ
が
凡
人
の
私
と
の
大
き
な
違
い
で
あ

る
。 



 

読
書
と
は
、
自
分
が
読
み
た
い
本
を
自
分
で
選
ん
で
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
頭
を
働
か
せ
な
が
ら
読
み

進
め
る
、
人
と
し
て
最
高
に
幸
せ
な
時
間
の
過
ご
し
方
で
は
な
い
か
。
八
十
五
歳
に
し
て
つ
く
づ
く
そ

の
よ
う
に
考
え
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
令
和
七
年
六
月
一
日
）

 

  


